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一　

は
じ
め
に

　

太
宰
治
『
新
釈
諸
国
噺
』
は
、
井
原
西
鶴
の
翻
案
作
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
る
作
品
で
あ
る
。

　

太
宰
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
最
中
の
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
一
月
、

生
活
社
か
ら
『
新
釈
諸
国
噺
』
を
刊
行
し
た
。
本
作
に
は
十
二
篇
収
載
さ

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
西
鶴
の
作
品
を
原
拠
と
し
、
翻
案
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
「
貧
の
意
地
」「
人
魚
の
海
」「
裸
川
」「
義
理
」「
女

賊
」
は
雑
誌
に
既
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
七
篇
は
書
下
ろ
し
で

あ
っ
た
。
そ
の
創
作
意
図
に
つ
い
て
は
、
本
作
「
凡
例
」
の
中
で
「
西
鶴

の
全
著
作
の
中
か
ら
、
私
の
気
に
い
り
の
小
品
を
二
十
篇
ほ
ど
選
ん
で
、

そ
れ
に
ま
つ
は
る
私
の
空
想
を
自
由
に
書
き
綴
り
、『
新
釈
諸
国
噺
』
と

い
ふ
題
で
一
本
に
ま
と
め
て
上
梓
し
よ
う
と
計
画
」
し
た
、
と
太
宰
自
ら

が
述
べ
て
い
る
。

　

右
記
に
加
え
、「
凡
例
」
に
「
西
鶴
は
世
界
で
一
ば
ん
偉
い
作
家
で
あ

る
。
メ
リ
メ
、
モ
オ
パ
ツ
サ
ン
の
諸
秀
才
も
遠
く
及
ば
ぬ
。」
と
記
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
本
作
は
西
鶴
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
翻
案
さ
れ
た
作
品
、

と
さ
れ
た
。
太
宰
の
生
前
に
あ
っ
て
は
最
も
広
く
読
ま
れ
た
著
作
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
好
意
的
な
評
価
の
上
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
確

か
に
、『
新
釈
諸
国
噺
』
は
全
十
二
篇
の
作
品
を
収
め
る
が
、
選
ば
れ
た

西
鶴
作
品
は
一
作
も
重
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
太
宰
が
西
鶴
の
作
品

を
満
遍
な
く
読
ん
で
い
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
西
鶴
の
元
作
品
と
太
宰
の
翻
案
を
比
較
す
る
時
、
そ
こ
に
は

明
確
な
差
異
が
存
在
す
る
。
す
で
に
「
猿
塚
」
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
原
文

を
『
日
本
古
典
全
集
』
で
読
ん
だ
こ
と
に
拠
る
ミ
ス
リ
ー
ド
を
中
心
に
論

じ
た
こ
と
が
あ
る

（
注
１
）。

本
稿
で
は
、
以
前
『
新
可
笑
記
』
の
解
説（

注
２
）を

し
た
際

に
紹
介
し
た
こ
と
の
あ
る
「
女
賊
」
か
ら
『
新
釈
諸
国
噺
』
に
お
け
る
太

宰
の
西
鶴
理
解
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

二　

先
行
研
究

　
「
女
賊
」
は
西
鶴
『
新
可
笑
記
』
巻
五
─
四
「
腹
か
ら
の
女
追
ひ
は
ぎ
」

を
翻
案
し
た
作
品
で
あ
る
。「
腹
か
ら
の
女
追
ひ
は
ぎ
」
は
、「
腹
か
ら
」

に
「
生
ま
れ
つ
き
」
と
「
姉
妹
」
の
意
味
を
掛
け
て
い
る

（
注
３
）と

考
え
ら
れ
、

名
高
い
盗
賊
の
父
親
が
亡
き
後
、
盗
賊
稼
業
に
手
を
染
め
る
姉
妹
の
改
心

が
描
か
れ
る
。
こ
れ
に
太
宰
は
多
く
の
改
変
と
付
加
を
施
し
、
翻
案
し
て

い
る
。
既
に
先
行
論
文（

注
４
）に

、
太
宰
が
付
加
し
た
の
は
「
悪
」
に
対
す
る
積

西
鶴
と
太
宰
治

─
『
新
釈
諸
国
噺
』「
女
賊
」
試
論

─

宮

本

祐

規

子
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極
的
な
姿
勢
で
あ
る
、
と
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
西
鶴
の
翻
案
作
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
る
一
篇
と
言
え
る
。

　

さ
て
、『
新
可
笑
記
』
は
、
元
禄
元
（
一
六
八
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た

大
本
五
巻
五
冊
、
全
二
六
章
か
ら
成
る
、
武
家
物
浮
世
草
子
で
あ
る
。
序

文
で
、「
笑
ふ
に
ふ
た
つ
有
。
人
は
虚
実
の
入
物
。」
と
述
べ
る
部
分
に
は
、

例
え
ば
人
が
楽
し
気
に
笑
う
場
合
、
同
じ
「
笑
い
」
と
い
っ
て
も
作
り
笑

い
と
心
か
ら
の
笑
い
の
二
つ
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
の
内
心
の

闇
を
捉
え
る
西
鶴
の
人
間
認
識
が
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
作
品
と

も
通
底
す
る
認
識
と
捉
え
ら
れ
、
既
に
、

　

本
書
（『
新
可
笑
記
』
─
引
用
者
注
）
刊
行
の
前
年
の
『
懐
硯
』

で
は
「
ま
こ
と
に
心
は
善
悪
二
つ
の
入
物
ぞ
か
し
」（
四
の
一
）
と

述
べ
、
ま
た
本
書
と
同
年
刊
行
の
『
永
代
蔵
』
で
は
、「
人
は
実
あ

つ
て
偽
り
お
ほ
し
」（
一
の
一
）
と
類
似
の
発
言
を
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
本
書
執
筆
の
こ
ろ
は
、
人
の
虚
実
、
善
悪
二
心
の
あ
り
方

に
着
目
し
、
こ
れ
を
洞
察
描
写
し
よ
う
と
す
る

（
注
５
）

と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

序
文
で
は
、
仮
名
草
子
『
可
笑
記
』
の
名
を
借
り
て
本
作
を
著
す
、
と

も
記
し
て
お
り
、『
新
可
笑
記
』
に
お
い
て
「
笑
い
」
は
重
要
な
要
素
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、『
新
釈
諸
国
噺
』
に
お
い
て
太
宰
が
付
加

し
た
要
素
と
し
て
、
ど
の
作
品
に
も
共
通
す
る
の
が
コ
ミ
カ
ル
な
描
写
で

あ
る
点
と
重
な
る
。
そ
の
点
で
、「
女
賊
」
は
最
も
太
宰
の
翻
案
に
適
し

た
作
品
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
の
描
こ
う
と
し
た
笑
い
と
太
宰
の
笑
い
の
認
識

に
は
、
差
異
が
明
確
に
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
差
異
は
何
か
、
そ

し
て
西
鶴
の
目
指
し
た
笑
い
を
太
宰
は
理
解
し
て
い
た
の
か
。
太
宰
の
西

鶴
理
解
の
一
助
と
し
て
、
登
場
人
物
設
定
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

三　

盗
賊

　

ま
ず
、『
新
可
笑
記
』
冒
頭
、
社
会
状
況
に
つ
い
て
の
前
置
き
を
、
太

宰
は
描
写
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
社
会
が
荒
れ
て
い
た
か
ら
盗
賊
稼
業
を

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
背
景
が
取
り
除
か
れ
て
い
る

（
注
６
）。

　

ま
た
西
鶴
の
盗
賊
は
、「
陸
奥
に
か
く
れ
な
き
盗
賊
」
で
「
身
の
ほ
ど

し
ら
ぬ
奢
を
極
め
」、
都
で
「
美
女
を
見
出
し
、
是
恋
わ
び
」
故
郷
に
連

れ
帰
る
。
数
年
後
に
病
死
す
る
ま
で
、
心
内
描
写
は
ほ
ぼ
無
く
、
あ
く
ま

で
粗
野
な
盗
賊
の
定
型
の
よ
う
な
人
物
設
定
で
あ
る
。

　

一
方
、
太
宰
は
、
盗
賊
の
人
物
描
写
を
細
か
く
行
う
。
彼
は
「
吝
嗇
」

で
あ
り
、「
立
派
な
口
髭
を
生
や
し
て
挙
措
動
作
も
重
々
し
く
」、
山
賊
ら

し
い
毛
皮
で
は
な
く
「
着
物
に
紋
附
き
の
お
羽
織
」
を
着
し
、「
謡
曲
な

ど
も
少
し
た
し
な
み
、
そ
の
せ
い
か
言
葉
つ
き
も
東
北
の
方
言
と
違
っ

て
」
武
士
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
す
る
人
間
で
あ
る
。
一
方
、「
酒
は
飲

む
が
女
は
て
ん
で
眼
中
に
な
い
様
子
」
で
、
部
下
に
揶
揄
わ
れ
る
と
「
仙

台
に
は
美
人
が
少
く
候
」
と
呟
く
。
そ
し
て
、
田
舎
大
臣
の
体
裁
を
整
え

て
都
に
美
女
を
探
し
に
出
、
没
落
公
家
の
娘
に
一
目
ぼ
れ
を
し
、
父
親
に

金
銀
財
宝
を
積
ん
で
結
婚
を
申
し
込
む
。

　

こ
こ
に
は
、
粗
野
な
盗
賊
の
内
面
（「
往
来
の
旅
人
を
あ
や
め
て
金
銀

荷
物
横
領
」
す
る
稼
業
の
内
容
に
西
鶴
と
の
差
異
は
な
い
。）
を
隠
そ
う

と
す
る
計
算
が
見
え
る
。
そ
の
冷
静
な
計
算
は
、
盗
賊
の
人
物
設
定
に
酷

薄
さ
と
恐
怖
を
与
え
る
。
例
え
ば
、
娘
の
父
親
で
あ
る
公
家
を
金
銀
財
宝

で
懐
柔
す
る
場
面
に
お
い
て
「
に
や
り
と
凄
く
笑
い
、
案
外
も
ろ
く
候
、
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と
言
っ
た
」
盗
賊
の
「
凄
」
い
笑
い
と
は
、
い
く
ら
表
面
を
取
り
繕
っ
た

と
こ
ろ
で
、
人
殺
し
を
稼
業
と
す
る
人
間
の
怖
さ
を
滲
ま
せ
る
。
西
鶴
に

比
し
、
よ
り
怖
い
自
己
中
心
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
か
、
太
宰
は
盗
賊
の
最
後
を
病
死
で
は
な
く
、「
天
罰
下
り
、

雪
崩
の
下
敷
に
な
っ
て
五
体
の
骨
々
微
塵
に
く
だ
け
、
眼
も
あ
て
ら
れ
ぬ

む
ご
た
ら
し
い
死
に
ざ
ま
」
と
変
更
す
る
。
悪
に
対
す
る
「
天
罰
」
が
下

っ
た
と
す
る
こ
の
描
写
か
ら
は
、
救
い
も
与
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
悪
事
を

重
ね
て
き
た
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
太
宰
の
付
加
し
た
設
定
が
強
調
さ
れ

る
。

四　

妻
と
娘

　

一
方
、
盗
賊
の
妻
に
な
っ
た
女
性
に
つ
い
て
、
西
鶴
は
、「
何
と
な
く

く
だ
り
て
」
と
、
父
親
に
結
婚
を
申
し
渡
さ
れ
た
か
ら
従
っ
た
、
当
時
の

女
性
と
し
て
は
当
然
で
も
あ
る
、
主
体
性
が
な
い
女
性
と
描
く
。
彼
女
は

流
さ
れ
る
よ
う
に
都
か
ら
陸
奥
に
連
れ
て
こ
ら
れ
、「
次
第
に
よ
し
な
き

世
わ
た
り
を
見
て
」
初
め
て
、
夫
と
な
っ
た
人
の
稼
業
が
盗
賊
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
。
当
然
「
浅
ま
し
く
か
な
し
く
」
思
う
が
、「
か
へ
る
道
も

し
る
べ
な
く
」
逃
げ
る
こ
と
も
選
べ
な
い
。
そ
の
た
め
、「
兎
角
は
身
捨
」

と
自
害
を
決
意
す
る
が
、
や
は
り
死
ぬ
の
は
怖
く
「
是
ま
で
と
極
し
日
数

も
ふ
り
て
」
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
う
ち
に
「
な
じ
め
ば
」
盗
賊

稼
業
に
恐
怖
を
感
じ
な
く
な
り
、「
自
か
ら
夫
の
悪
心
に
同
じ
」
と
悪
行

に
も
慣
れ
、
娘
を
二
人
産
む
。
こ
こ
に
は
、
悪
事
を
恐
れ
る
善
人
と
し
て

の
繊
細
さ
と
、
自
害
を
決
意
は
す
る
が
命
を
失
う
こ
と
の
恐
怖
か
ら
迷
い

動
け
な
く
な
り
、
生
き
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
悪
事
に
慣
れ
て
い

く
逞
し
さ
と
の
両
面
が
描
か
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
夫
亡
き
後
、
彼
女
は

「
す
ぐ
な
る
心
を
今
は
ゆ
が
め
て
」
幼
い
娘
を
育
て
る
た
め
に
盗
賊
行
為

を
行
う
。
娘
が
成
長
し
た
時
も
、
本
来
な
ら
母
親
か
ら
娘
に
伝
え
る
べ
き

「
里
ち
か
き
今
日
の
細
布
織
」
を
、
京
育
ち
で
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
め
に
、
仕
方
な
く
「
夫
の
悪
事
を
是
に
ま
で
伝
へ
」
て
盗
賊
行
為
を
勧

め
る
。
娘
た
ち
も
「
母
を
羽
護
込
」
む
た
め
に
盗
賊
稼
業
に
勤
し
む
。
悪

事
を
し
な
が
ら
も
、
そ
の
裏
面
に
は
、
で
き
れ
ば
悪
事
を
避
け
た
い
と
思

う
心
が
存
在
す
る
、
と
い
う
人
間
の
二
面
性
が
え
ぐ
り
と
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
太
宰
は
、
ひ
た
す
ら
に
泣
き
続
け
「
眼
を
泣
き
は
ら
し
て
猿
の

顔
の
よ
う
に
な
」
っ
て
陸
奥
に
到
着
し
た
娘
が
、
夫
の
盗
賊
稼
業
を
知
り

「
ぎ
く
り
と
し
た
も
の
の
」、「
女
は
こ
う
な
る
と
度
胸
が
良
い
、
ま
ま
よ

と
観
念
し
て
」
積
極
的
に
悪
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、「
眼
に
は
い

や
な
光
り
が
あ
り
」「
鬼
女
の
よ
う
な
凄
い
気
配
」
を
持
つ
よ
う
に
変
化

す
る
様
を
描
く
。
こ
こ
に
、
悪
事
に
葛
藤
す
る
描
写
は
な
い
。
夫
が
亡
く

な
る
ま
で
の
年
月
も
長
い
た
め
、
娘
二
人
は
既
に
成
人
し
て
お
り
、
育
て

る
た
め
に
悪
事
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
。
娘
た
ち
も
、
父
親
が

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
盗
賊
行
為
を
す
る
が
、
自
ら
率
先
し
て
提
案

す
る
。「
お
さ
む
ら
い
は
こ
わ
い
な
。
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
か
、
女
の
ひ

と
り
旅
か
、
に
や
け
た
商
人
か
」
と
成
功
す
る
だ
ろ
う
対
象
を
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
す
る
冷
静
さ
も
あ
る
。「
少
し
は
親
を
大
事
に
す
る
気
持
」
は
あ
る

た
め
母
を
留
守
番
さ
せ
る
が
、
ど
ん
ど
ん
過
激
化
す
る
盗
賊
行
為
の
内
容

か
ら
は
、
悪
行
に
臆
す
る
気
持
ち
は
全
く
感
じ
取
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
西
鶴
と
太
宰
で
は
、
悪
行
に
対
す
る
積
極
性
と
、
悪

行
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

娘
二
人
が
、
絹
の
反
物
を
得
た
時
、
太
宰
は
「
お
ど
し
て
得
た
」
が
、
西

鶴
は
「
誰
か
は
置
わ
す
れ
ぬ
」
と
拾
っ
た
設
定
に
す
る
。
こ
の
絹
は
、
姉
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妹
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
独
り
占
め
し
た
い
、
と
思
い
、
お
互
い
を
殺
し
て

手
に
入
れ
よ
う
と
決
め
る
が
、
墓
地
で
火
葬
の
煙
を
見
て
改
心
す
る
、
と

い
う
話
の
展
開
に
お
い
て
、
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
盗
賊
稼

業
で
生
計
を
立
て
て
い
る
姉
妹
に
と
っ
て
、
絹
の
入
手
方
法
は
、
脅
し
て

得
る
の
が
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
唐
突
に
大
量
の
絹
が
一
本
道

に
落
ち
て
い
る
、
と
い
う
あ
り
得
な
い
よ
う
な
設
定
に
し
て
ま
で
、
西
鶴

は
悪
行
へ
の
積
極
性
か
ら
距
離
を
取
る
。
も
し
、
改
心
す
る
契
機
に
な
る

絹
を
悪
行
で
得
て
い
れ
ば
、
火
葬
の
煙
を
見
た
だ
け
で
改
心
す
る
姉
妹
の

心
の
ゆ
ら
ぎ
が
説
得
力
を
持
た
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
西
鶴
の
描
く
女
性
た
ち
は
、
善
悪
両
方
の
心
を
持
ち
、
揺
れ

な
が
ら
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
野
墓
の
焼
る
を
見
て
姉
無
常
を

観
じ
」
反
省
し
、
出
家
に
ま
で
進
む
行
動
力
を
持
ち
得
た
。
一
方
、
太
宰

は
火
葬
の
様
子
を
見
て
「
こ
わ
い
」
と
言
わ
せ
る
。
こ
の
「
こ
わ
い
」
と

い
う
一
言
は
、
夕
闇
の
墓
地
へ
の
本
能
的
な
怖
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悪

行
に
積
極
的
な
姉
妹
に
と
っ
て
、
盗
賊
行
為
と
相
対
す
る
も
の
は
善
心
で

は
な
く
、
女
ら
し
い
気
持
ち
や
本
的
な
恐
怖
で
あ
る
。
墓
地
を
見
て
す
ぐ

に
無
常
を
観
じ
る
の
で
は
な
く
、「
こ
わ
い
」
か
ら
咄
嗟
に
念
仏
を
唱
え

る
こ
と
で
無
常
を
観
じ
る
、
と
善
心
で
は
揺
ら
が
な
い
人
物
の
心
境
の
変

化
が
説
得
力
を
持
つ
、
秀
逸
な
表
現
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
藤
原
耕
作
氏
は
、
女
親
の
造
型
変
化
に
つ
い
て
、

戦
時
下
の
状
況
と
の
関
わ
り
か
ら
読
む
と
す
る
と
、
こ
の
女
に
託
さ

れ
て
い
た
の
は
、
愛
国
的
な
（
銃
後
の
妻
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か

っ
た
か
。
軍
人
で
あ
る
夫
を
支
え
、
そ
の
価
値
観
に
積
極
的
に
同
じ

る
と
共
に
、
子
供
を
将
来
の
軍
人
と
し
て
育
成
し
よ
う
と
す
る
。

（
中
略
）
国
家
的
な
盗
賊
行
為
と
も
い
え
る
侵
略
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ

が
軍
人
と
盗
賊
と
を
結
び
つ
け
、
彼
ら
の
行
為
を
そ
の
内
実
を
問
う

こ
と
な
く
盲
目
的
に
支
え
よ
う
と
す
る
女
の
姿
勢
が
、
こ
こ
で
は
批

判
的
に
眼
差
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。「
女
賊
」
に
女
や
そ

の
娘
た
ち
へ
の
批
判
的
な
眼
差
し
が
あ
る
こ
と
は
、（
中
略
）「
父
子

二
代
の
積
悪
は
た
し
て
如
来
の
許
し
給
ふ
や
否
や
」
と
含
み
を
持
た

せ
て
い
る
点
に
、
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

（
注
７
）。

と
時
代
的
な
背
景
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
太
宰
が
女
親
や
娘
た
ち
に
悪

行
へ
の
積
極
性
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
に
は
、
西
鶴
の
描
き
た
か
っ
た
人
間
の
二
面
性
と
い

う
要
素
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
故
に
生
ま
れ
た
齟
齬
を
埋
め
る
た
め
の

工
夫
と
考
え
て
み
た
い
。

五　

お
わ
り
に

　

西
鶴
は
『
新
可
笑
記
』
序
文
で
、
人
間
に
は
虚
実
が
あ
る
の
だ
、
と
説

い
た
。「
腹
か
ら
の
女
追
ひ
は
ぎ
」
に
お
い
て
、
女
親
も
姉
妹
も
虚
実
を

持
つ
人
間
で
あ
る
。
善
の
心
と
悪
の
心
を
両
方
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

悪
事
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
盗
賊
行
為
を
行
っ
た
り
、
簡
単
に
他
人
の
物

を
欲
し
が
る
。
し
か
し
、
親
孝
行
の
心
は
持
っ
て
い
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し

た
契
機
で
同
情
や
反
省
も
持
ち
う
る
。
以
前
に
拙
稿（

注
８
）で

左
の
よ
う
に
ま
と

め
た
こ
と
が
あ
る
。　

善
の
感
情
か
ら
悪
の
行
為
が
生
ま
れ
、
悪
心
と
善
心
は
些
細
な
こ
と

で
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
女
性
達
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
完
全
な
悪
人

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
。
諦
め
、
慣
れ
な
ど
の
心
の
中
に
な
る
弱

さ
に
よ
っ
て
、
善
に
属
す
る
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
も
悪
行
を

か
さ
ね
て
い
く
の
で
す
。
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悪
事
を
行
う
人
間
は
悪
人
だ
、
と
断
罪
し
言
い
切
れ
な
い
の
は
、
善
悪

の
行
動
の
ど
ち
ら
に
示
さ
れ
る
の
が
本
当
の
そ
の
人
な
の
か
、
判
別
は
で

き
な
い
も
の
と
考
え
る
西
鶴
の
人
間
理
解
に
よ
る
。
西
鶴
は
そ
れ
を
「
虚

実
」
と
言
い
、
そ
こ
に
悪
に
対
す
る
救
い
の
余
地
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
一
方
で
、
太
宰
が
悪
人
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
に
悩
ま
な
い

の
は
、
外
面
に
表
れ
た
言
動
の
み
を
判
断
材
料
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
軽

快
な
筆
致
で
描
か
れ
る
盗
賊
は
、
西
鶴
に
比
べ
よ
ほ
ど
具
体
的
な
人
物
像

を
結
び
や
す
い
が
、
そ
の
ど
こ
と
な
く
コ
ミ
カ
ル
な
説
明
も
、
冷
酷
な
悪

人
像
を
優
し
く
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
悪
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
盗
賊
に

は
天
罰
と
し
て
惨
た
ら
し
い
事
故
死
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
岩
波
文
庫
『
お
伽
草
紙
・
新
釈
諸
国
噺
』

（
注
９
）巻

末
に
は
、
高

橋
源
一
郎
「『
母
親
』
の
文
学
」
と
い
う
小
文
が
付
さ
れ
る
。

　

知
識
人
の
文
学
で
あ
る
漢
詩
・
漢
文
が
「
男
」
の
も
の
な
ら
、
柔

ら
か
い
西
鶴
の
「
も
の
が
た
り
」
は
「
女
」
の
も
の
だ
。（
中
略
）

「
人
魚
の
海
」
で
も
、「
貧
の
意
地
」
で
も
、「
裸
川
」
で
も
、「
義

理
」
で
も
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に

出
る
が
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
巨
大
な
な
に
か
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

も
、
い
や
追
い
詰
め
ら
れ
れ
ば
追
い
詰
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
、

「
本
音
」
の
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
倫
理
の
持
ち
主
だ
か
ら
だ
。
そ

し
て
「
本
音
」
の
行
動
と
は
、
い
つ
も
常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

も
し
太
宰
が
「「
本
音
」
の
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
倫
理
の
持
ち
主
」

を
描
こ
う
と
し
た
と
仮
定
す
る
な
ら
、
西
鶴
は
「
本
音
」
以
外
に
行
動
規

範
を
持
つ
人
を
描
こ
う
と
し
た
と
は
言
え
な
い
か
。「
常
軌
を
逸
し
た
行

動
」
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
こ
に
は
各
人
の
規
範
が
厳
然
と
存
在
す
る
。

そ
れ
は
武
士
で
あ
っ
て
も
町
人
で
あ
っ
て
も
時
代
的
に
自
然
と
得
て
い
た

認
識
で
、
太
宰
の
時
代
に
は
失
わ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
例
え
ば

「
女
賊
」
で
あ
れ
ば
、
本
音
と
は
盗
賊
行
為
で
稼
ぐ
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
そ
れ
が
悪
事
で
あ
る
と
知
る
が
ゆ
え
に
、
盗
賊
行
為
を
せ
ざ
る
を
え
な

い
理
由
「
母
を
は
ご
く
む
た
め
」
と
親
孝
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当

時
の
道
徳
規
範
を
、
行
動
規
範
と
し
て
設
定
す
る
。
そ
の
規
範
を
自
ら
も

持
つ
が
ゆ
え
に
、
西
鶴
は
親
子
三
人
に
共
感
す
べ
き
部
分
が
あ
り
、
救
い

を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。（
ち
な
み
に
、
そ
の
救
い
は
仏
に
す
が
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
が
、
親
子
は
罪
を
犯
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
が
救
え
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
当
時
の
認
識
は
、
見
え
ぬ
神
仏
で
は
な
く
人
に

許
し
を
得
よ
う
と
し
が
ち
な
現
代
の
感
覚
と
は
異
な
る
こ
と
に
も
注
意
が

必
要
だ
ろ
う
。）

　

前
節
ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
鶴
の
人
間
理
解
と
太
宰
の
そ
れ
と
は

明
確
に
違
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
時
代
に
共
通
す
る
行
動
規
範
認
識

の
差
異
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
差
異
を
埋
め
る
何
か
を
、
太
宰
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
た
め
に
、
太
宰
の
西
鶴
理
解
に
つ
い
て
も
疑
問

を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
太
宰
の
せ
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
読
者
を
含
め
た
享
受
者
の
問
題
で
も
あ
る
。
太
宰
の
読

者
に
も
西
鶴
と
共
通
す
る
認
識
が
無
い
以
上
、
そ
こ
を
説
明
す
る
必
要
が

生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
付
加
す
る
情
報
量
は
多
大
に
な
り
、
西
鶴
の
人
物

と
は
設
定
が
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

設
定
の
懸
隔
故
に
、
太
宰
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
独
自
性
を
持
ち
、
新
し
い

作
品
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
西
鶴
と
は
違
う
面
白
さ

は
、
パ
ロ
デ
ィ
作
品
で
は
な
く
翻
案
作
品
と
し
て
の
『
新
釈
諸
国
噺
』
の

完
成
度
の
高
さ
で
も
あ
る
。
西
鶴
へ
の
理
解
が
深
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
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く
、
素
材
と
し
て
の
西
鶴
利
用
に
は
、
太
宰
の
手
腕
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ

れ
て
い
る
作
品
と
評
価
で
き
よ
う
。

注　
　

本
稿
に
お
け
る
本
文
の
引
用
は
、『
新
釈
諸
国
噺
』
は
『
太
宰
治

全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
）、『
新
可
笑
記
』
は
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
六
九　

井
原
西
鶴
集
四
』（
小
学
館
、
二
〇
〇

〇
）
に
拠
る
。

　

１	

拙
稿
「
西
鶴
と
太
宰
治
『
新
釈
諸
国
噺
』
─
「
猿
塚
」
を
中
心

に
」（『
国
文
目
白
』
二
〇
一
〇
・
三
）

　

２	

拙
稿
「
女
た
ち
の
闇
」
解
説
（『
江
戸
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
』
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
一
一
）

　

３	

『
対
訳
西
鶴
全
集
九　

新
可
笑
記
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
二
）
注

釈

　

４	

木
村
小
夜
『
太
宰
治　

翻
案
作
品
論
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
）、

杉
本
好
伸
「
太
宰
治
と
井
原
西
鶴
─
新
釈
諸
国
噺
「
女
賊
」
を
中

心
に
」（『
安
田
女
子
大
學
紀
要
』
安
田
女
子
大
学
・
安
田
女
子
短

期
大
学
編
、
一
九
九
三
・
三
）
栗
原
敦
「「
女
賊
」
再
読
」（『
太

宰
治
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
・
六
）。
そ
の
他
『
国
文
学　

太
宰
治
必
携
』	（
学
燈
社
、
一
九
八
〇
・
七
）、『
別
冊
国
文
学　

太
宰
治
事
典
』（
一
九
九
四
・
十
）、『
太
宰
治
作
品
研
究
事
典
』

（
勉
誠
出
版
・
一
九
九
五
・
十
一
）、
寺
西
朋
子
「
太
宰
治
「
新
釈

諸
国
噺
」
出
典
考
」（『
近
代
文
学
試
論
』、
一
九
七
三
・
六
）、
勝

原
晴
希
「
二
人
の
諸
国
ば
な
し
─
井
原
西
鶴
と
太
宰
治
」（『
江
古

田
文
学
』
二
〇
〇
二
・
十
一
）、
南
陽
子
「
太
宰
か
ら
西
鶴
を
読

む
─
「
義
理
」
を
め
ぐ
る
悲
喜
劇
」（『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』

二
〇
〇
二
・
十
一
）、
木
村
小
夜
「
井
原
西
鶴
と
太
宰
治
─
昭
和

一
〇
年
代
・
西
鶴
再
評
価
の
中
で
」（『
太
宰
治
研
究
』
二
〇
〇

四
・
六
）、
小
泉
浩
一
郎
「
太
宰
治
と
歴
史
小
説
」（『
資
料
と
研

究
』
二
〇
〇
五
・
三
）、
安
田
義
明
「
太
宰
治
『
新
釈
諸
国
噺
』

論
─
〈
わ
た
く
し
の
さ
い
か
く
﹀
へ
の
変
容
を
視
点
に
」（『
國
學

院
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
〇
八
）、
竹
腰
幸
夫
「
太
宰
治
『
新
釈

諸
国
噺
』
論
─
反
俗
の
か
た
ち
」（『
静
岡
近
代
文
学
』
二
〇
二

二
・
十
二
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

　

５	

前
掲
３
書
解
説

　

６	

西
鶴
は
、
本
文
中
に
「
後
奈
良
院
大
永
二
年
」
と
い
う
年
号
を
記

す
が
、
こ
れ
は
本
来
後
柏
原
天
皇
の
年
号
で
あ
る
。
太
宰
は
「
後

柏
原
天
皇
大
永
年
間
」
と
変
更
し
て
お
り
、
歴
史
的
事
実
に
依
拠

し
た
訂
正
箇
所
と
い
え
る
。

　

７	

藤
原
耕
作
「
太
宰
治
『
新
釈
諸
国
噺
』
論
」（『
國
文
論
叢
』
神
戸

大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
三
・
九
）

　

８	

前
掲
注
２
書

　

９	

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四

〔
付
記
〕
本
稿
は
、JSPS

科
研
費	19K

13066

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
。

（
本
学
准
教
授
）


